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連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

ー
ー
ー
特
に
人
工
物
を
指
示
す
る
場
合
｜
｜

西

尾

寅

5赤

は
じ
め
に

動
詞
の
連
用
形
と
同
じ
形
（
以
下
こ
れ
を
便
宜
的
に
「
連
用
形
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
が
、
接
辞
を
加
え
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
名

調
に
転
化
す
る
こ
と
が
か
な
り
あ
り
、
ま
た
、
他
の
名
調
な
ど
と
複
合
し
て
合
成
名
調
を
形
成
す
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
日
本

語
本
来
の
語
形
成
様
式
の
有
力
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
久
し
く
以
前
に
主
に
造
語
力
の
観
点
か
ら
こ
の
様
式
に
つ
い
て
考
察
し
（
西
尾
1
9

6
1
、
以
下
「
旧
論
」
と
よ
ぶ
）
、
基
本
的
な
考
え
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
今
回
や
や
別
の
方
法
を
加
え
、

一
つ
の
方
向
に
細
か
く
分
析

を
試
み
よ
う
と
し
た
。

対
象
の
範
囲

小
論
で
「
連
用
形
名
調
」
と
呼
ん
で
考
察
の
対
象
に
す
る
範
囲
は
、
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
（
西
尾
1
9
6
1
の
回

1ω
頁
）
第
一
に
、
「
救

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

J¥ 



)¥ 

四

の
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
立
ち
見
、
崩
し
書
き
、
狂
い
死
に
」
（
C
）

ぃ
、
眺
め
」
の
よ
う
に
単
純
動
詞
が
（
A
の
形
式
）
、
第
二
に
「
引
き
伸
ば
し
、
乗
り
換
え
」
の
よ
う
に
複
合
動
調
が
（

B
）
、
名
詞
化
し
た
も

の
よ
う
に
、
「
立
ち
見
る
」
な
ど
の
複
合
動
詞
は
（
今
は
）
存
在
せ
ず
、
前

項
が
連
用
修
飾
的
に
後
項
に
か
か
り
、
後
項
が
全
体
の
意
味
を
代
表
し
て
い
る
複
合
名
詞
で
あ
る
。
第
四
に
、
「
乗
り
降
り
、
売
り
買
い
」
（
D
）

の
よ
う
に
前
項
と
後
項
が
対
等
に
並
立
し
、
双
方
が
と
も
に
全
体
の
意
味
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
は
連
用
形
だ
け
で
成
り
立
つ

て
い
る
語
で
あ
っ
た
。
第
五
に
「
品
（
ガ
）
切
れ
、
芝
（
ヲ
）
刈
り
、
波
（
三
乗
り
、
か
な
（
デ
）
書
き
、
親
（
ヨ
リ
）
ま
さ
り
」
（
E
）
の

よ
う
に
動
調
と
そ
れ
に
結
び
つ
く
補
充
語
が
複
合
し
た
も
の
が
あ
る
。
「
ぐ
い

（
ト
）
飲
み
、

一
番
（
ニ
）
絞
り
」
の
よ
う
に
副
調
的
な
も
の
、

「
甘
（
ク
）
煮
」
の
よ
う
に
形
容
調
の
語
幹
が
副
調
的
に
は
た
ら
く
も
の
が
前
項
で
あ
る
も
の
な
ど
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る

寸止
I

）

か
す
り
傷
」
（
F
）
の
よ
う
に
、
前
項
の
連
用
形
が
連
体
修
飾
的
に
後
項
の
名
調
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
は
、
対
象
に
入
れ
な
い
。
小
稿
で
連

（E
）0

「
渡
り
鳥
、

用
形
名
調
と
呼
ぶ
対
象
の
範
囲
は
以
上
の
と
お
り
（
A
I
E
）
で
、
連
用
形
名
詞
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
（
A
1
D
）
、
ま
た
は
連
用
形

名
詞
の
要
素
が
語
の
全
体
を
代
表
し
て
い
る
語
（

E
）
を
一
ま
と
め
に
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
（
西
尾
1
9
6
1
の

ω
1臼
頁
）

有
縁
性
に
つ
い
て

小
論
で
は
、
連
用
形
名
調
と
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
動
調
（
と
名
詞
な
ど
）
と
の
つ
な
が
り
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
、
有
縁
性
の
つ
よ

い
語
を
中
心
に
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。
（
西
尾
1
9
6
1
の
臼
i
臼
頁
）
し
た
が
っ
て
、
普
通
の
意
味
で
は
な
ん
の
変
哲
も
な
い
、
分
か
り
き
っ

た
面
白
味
の
乏
し
い
対
象
を
扱
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

い
ろ
い
ろ
な
様
相
・
程
度
に
有
縁
性
の
あ
る
語
に
つ
い
て
も
、
個
別
的
な
考
究
は
可

能
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
論
じ
る
こ
と
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
。

影
山
太
郎
氏
は
、

名
調
は
名
付
け
で
あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
ど
の
よ
う
な
名
前
を
つ
け
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
名
と
体
が
誰
離
し
、
意
味



が
不
透
明
に
な
る
と
、
言
語
の
習
得
の
点
で
困
難
を
き
た
す
。
（
中
略
）
言
語
使
用
者
に
特
別
の
負
担
を
か
け
な
い
方
法
は
、
名
が
体
を
表

す
よ
う
に
意
味
を
透
明
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
（
影
山
1
9
9
3
の
問
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
連
用
形
名
詞
の
中
に
は
、
仮
に
全
体
の
意
味
を
知
ら
な
く
て
も
、
も
と
の
動
詞
や
語
の
他
の
要
素
の
意
味
を
知
っ
て
い
れ
ば
、

説
明
な
し
で
大
体
分
か
っ
て
し
ま
う
語
も
多
く
あ
る
。

「
歌
舞
伎
（
〈
か
ぶ
く
）
」
「
嵐
（
〈
荒
ら
す
）
」
の
よ
う
に
語
源
的
に
の
み
連
用
形
名
詞
で
あ
る
も
の
は
、
こ
こ
で
は
も
と
よ
り
対
象
の
外
に

あ
る
。
「
は
さ
み
（
鋲
）
」
は
「
は
さ
む
」
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
意
識
し
や
す
い
が
、
「
は
さ
ん
で
切
る
」
道
具
で
あ
る
の
で
、
十
分
に
「
体
を

表
し
て
い
る
名
」
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
（
「
紙
挟
み
」
は
有
縁
的
）
広
告
の
「
チ
ラ
シ
」
は
も
と
の
動
詞
の
「
散
ら
す
」
が
よ
く
使
わ
れ
、

ま
き
散
ら
す
よ
う
に
人
々
に
配
る
も
の
と
い
う
由
来
は
意
識
さ
せ
ら
れ
や
す
い
だ
ろ
う
が
、
「
散
ら
す
」
と
の
関
係
が
説
明
な
し
で
自
明
と
ま
で

一
語
一
語
に
つ
い
て
の
理
由
は
省
略
す
る
が
、
「
つ
け
（
か
け
う
り
）
、
た
し
な
み
、
羽
織
、

見
合
い
、
え
も
ん
掛
け
、
独
り
よ
が
り
」
な
ど
も
同
様
の
扱
い
を
す
る
こ
と
に
す
る
。
非
常
に
き
び
し
い
基
準
で
有
縁
性
の
自
明
な
も
の
を
中

は
言
え
ま
い
と
み
て
、
参
考
に
す
る
に
と
ど
め
る
。

心
に
考
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

動
調
の
意
味
の
名
詞
化
の
さ
れ
方

例
え
ば
「
受
け
付
け
」
は
、
「
う
け
つ
け
は
済
ん
だ
」
で
は
「
受
け
付
け
を
す
る
（
し
て
も
ら
う
）
こ
と
は
済
ん
だ
」
こ
と
で
あ
る
が
、
「
引

け
つ
け
に
聞
い
た
」
で
は
係
り
の
人
で
あ
り
、
で
つ
け
つ
け
で
聞
い
た
」
で
は
場
所
で
あ
る
。
「
受
け
付
け
る
」
と
い
う
行
為
か
ら
、
行
為
を
行

う
主
体
で
あ
る
人
と
、
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所
に
意
味
が
移
っ
た
と
み
ら
れ
、
密
接
な
関
係
に
あ
る
内
容
に
語
が
転
用
さ
れ
る
「
換
喰

（S
O
S弓
昌
三
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
抽
象
名
詞
か
ら
具
体
名
調
へ
、
飛
躍
的
な
変
化
で
は
あ
る
が
、
内
的
な
つ
な
が
り
は
十
分

に
あ
っ
て
、
こ
と
ば
の
も
つ
奔
放
な
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
動
詞
の
表
す
動
き
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
主
体
・
対
象
な
ど
、

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

人
五



八
六

隣
接
的
な
関
係
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
連
用
形
名
詞
が
表
す
様
相
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、
わ
り
あ
い
と
ら
え

や
す
い
タ
イ
プ
を
い
く
つ
か
示
し
て
み
た
旧
論
（
西
尾
1
9
6
1
、
以
下
の
傍
線
の
部
分
は
旧
論
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
）

の
試
み
を
も
と

に
、
そ
れ
の
補
正
な
ど
と
い
う
形
で
現
在
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

1 

動
作
・
作
用
な
ど

イ

動
作
・
作
用
そ
の
も
の

（
何
々
ス
ル
コ
ト

泳
ぎ
・
調
べ
・
貸
出
し
・
繰
上
げ
・
寝
射
ち
・
乗
り
降
り
・
格
上
げ
・
味
つ
け

右
に
あ
げ
た
語
は
み
な
、
人
間
の
動
作
や
行
為
を
表
す
連
用
形
名
詞
で
あ
る
。
ス
ル
は
こ
の
よ
う
な
意
志
的
な
人
間
の
行
動
を
ま
ず
連
想
さ

せ
や
す
い
が
、
こ
の
項
で
は
ス
ル
は
シ
テ
イ
ル
・
シ
タ
・
ナ
ル
・
デ
ア
ル
な
ど
ま
で
含
め
て
、
非
常
に
広
い
領
域
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思

ぅ
。
影
山
氏
が
状
態
や
性
質
を
表
す
語
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
肩
こ
り
、
泥
ま
み
れ
、
子
供
連
れ
、
蔵
出
し
、
明
治
生
ま
れ
・
・
・
」
な
ど
数

十
語
の
よ
う
な
も
の

（
影
山
1
9
9
3
の
湖
ペ

l
ジ
）
も
広
く
ス
ル
コ
ト
の
意
味
に
含
め
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

連
用
形
名
詞
の
多
く
の
も
の
が
ま
ず
「
何
々
ス
ル
コ
ト
」
の
意
味
を
も
ち
、
ま
た
必
要
に
応
じ
て
こ
の
意
味
で
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
多
く

（
も
ち
ろ
ん
制
約
が
あ
っ
て
不
可
能
な
ば
あ
い
も
あ
る
が
）
、

い
ち
ば
ん
基
本
的
で
広
汎
な
、
典
型
的
な
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。
（
西
尾
1
9
6
1

の
臼
i
臼
頁
）

な
お
、

E
・
ラ
イ
ズ
イ
の
言
う
「
実
体
化
（
白
石
。

a呂
町
包
括
）
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ズ
イ
は
動
詞
と
し

て
叙
述
さ
れ
る
「
過
程
」
が
、
「
ω宮
町
－
（
遊
び
）
、

4
S
N

（
踊
り
）
、
関
宮
内
（
購
買
）
・
・
・
」
な
ど
の
名
詞
に
お
い
て
は
「
も
の
」
と
し
て
叙
述

さ
れ
、
言
語
に
よ
る
「
実
体
化
」
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
。
（
F
n
E
・
鈴
木
1
9
6
0
の
却
l
出
頁
）
ラ
イ
ズ
イ
が
対
象
に
し
た
ド
イ
ツ
語
と
英

語
は
、
日
本
語
と
は
言
語
の
性
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
動
作
な
ど
が
動
詞
で
な
く
名
詞
で
表
現
さ
れ
る
と
、
動
作
な
ど
が
対

象
化
さ
れ
て
「
も
の
」
的
に
捉
え
ら
れ
る
傾
向
は
日
本
語
に
も
同
様
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
動
詞
の
「
遊
ぶ
、
踊
る
」
は
特
定
の
動
作
の
主



体
や
、

い
つ
、
ど
こ
で
、
な
ど
の
条
件
が
つ
き
ま
と
い
や
す
い
が
、
連
用
形
名
詞
「
遊
び
、
踊
り
」
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
の
条
件
は
弱
ま
っ
て
、

虚
構
的
に
、
自
立
性
の
あ
る
「
も
の
」
の
よ
う
な
意
味
を
帯
び
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
（
「
各
種
各
様
の
遊
び
」
「
全
国
の
踊
り
を
集
め
る
」
の

よ
う
な
言
い
方
が
で
き
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
）

ロ

動
作
・
作
用
の
内
容
〔
何
々
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
コ
ト
ガ
ラ
〕

考
え
・
教
え
・
望
み
・
願
い
・
悩
み
・
祈
り

右
の
よ
う
な
精
神
活
動
に
か
か
わ
り
の
あ
る
動
調
の
中
に
は
、
活
動
自
身
を
表
す
ほ
か
に
、
活
動
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
・
事
柄
を
も
意
味

す
る
も
の
も
多
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
教
え
を
請
う
」
は
前
者
、
「
先
輩
の
教
え
を
一
々
守
る
」
は
後
者
と
考
え
ら
れ
る
。

ノ、

動
作
・
作
用
の
有
様
・
方
法
・
程
度
・
具
合
・
感
じ
な
ど

（
が
荒
い
）
・
滑
り
（
が
い
い
）
・
売
れ
行
き
（
が
す
ご
い
）
・
出
来
（
米
の
｜
）

（注
2

）

広
い
意
味
で
ス
ル
コ
ト
の
範
囲
内
で
扱
い
た
い
、
意
味
の
ず
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
「
出
来
」
に
対
し
て
、
「
出
来
加
減
、
出
来
具
合
、
出
来
ば

（注
3

）

え
」
の
よ
う
な
明
示
的
な
類
義
語
も
あ
る
。

金
使
い

2 

動
作
・
作
用
の
所
産
・
結
果
〔
何
々
シ
タ
モ
ノ
〕

イ

他
動
性
の
動
詞
か
ら
〔
何
カ
ヲ
何
々
シ
タ
結
果
デ
キ
タ
モ
ノ
〕

包
み
・
貯
え
・
揚
げ
へ
H
揚
げ
物
）
・
堀
・
書
付
・
綴
じ
込
み

「
包
み
」
は
何
か
を
紙
な
ど
で
包
ん
だ
結
果
と
し
て
で
き
あ
が
る
も
の
で
あ
る
。

ロ

自
動
性
の
動
調
か
ら
〔
何
カ
ガ
何
々
シ
タ
結
果
デ
キ
タ
モ
ノ
〕

余
り
・
固
ま
り
・
氷
・
集
ま
り
（
点
の
！
）
・
く
ぼ
み

「
氷
」
は
水
な
ど
が
零
度
以
下
に
冷
え
て
、
こ
お
っ
て
固
形
状
に
な
っ
て
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「
く
ぼ
み
」
は
「
骨
と
骨
が
擦
れ
合
っ
て
、

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

人
七



九
人

軟
骨
に
く
ぼ
み
が
で
き
た
」
で
は
変
化
の
結
果
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
船
が
海
底
の
く
ぼ
み
に
沈
ん
で
い
る
」
で
は
単
に
周
り
よ
り
低
く
な
っ

て
い
る
所
で
、
実
際
は
変
化
は
問
題
で
は
な
い
。
「
集
ま
り
」
も
「
村
の
集
ま
り
に
出
た
」
で
は
人
が
集
ま
っ
た
結
果
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
点
の
集
ま
り
」
は
点
が
も
と
も
と
近
い
所
に
た
く
さ
ん
あ
る
ば
あ
い
が
多
い
だ
ろ
う
。

3 

動
作
・
作
用
の
主
体
〔
何
々
ス
ル
モ
ノ
・
人
。

ソ
レ

（
ソ
ノ
人
）
ガ
何
々
ス
ル
〕

イ

主
体
が
人
で
あ
る
場
合
〔
何
々
ス
ル

（
コ
ト
ヲ
業
ト
ス
ル
）
人
〕

見
習
い
・
付
添
い
・
流
し
（
ギ
タ
l
の
l
）
・
す
り
・
酔
払
い
・
船
乗
り

ギ
タ
l
の
「
流
し
」
（
頭
高
型
ア
ク
セ
ン
ト
）
は
、
ギ
タ
l
一
本
で
客
を
求
め
て
街
を
流
す
（
職
の
）
人
で
あ
る
。
「
ほ
ら
吹
き
（
が
ま
た
ほ

ら
を
吹
い
た
と
も
こ
こ
に
入
る
例
で
あ
る
。
「
成
り
上
が
り
（
が
何
を
言
う
か
と
も
同
様
で
、
「
成
り
上
が
り
者
」
と
い
う
明
示
的
な
形
も
あ

る
ロ

主
体
が
人
以
外
で
あ
る
場
合
〔
何
々
ス
ル
モ
ノ
〕

流
れ

（H
流
れ
る
も
の
）
・
妨
げ
（
H
妨
害
物
）
・
支
え
（
H
支
え
る
も
の
）

「
流
れ
る
」
と
、
そ
れ
か
ら
転
換
し
た
「
流
れ
」
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
「
流
れ
を
止
め
る
」
で
は
「
流
レ
ル
コ
ト
」
で

l
ィ
、
「
空
気
の
流
れ
が
悪
い
」
で
は
l
ハ
、
「
（
川
の
）
流
れ
が
音
を
立
て
て
い
る
」
で
は
こ
の
項
で
あ
る
3
口
、
「
清
ら
か
な
流
れ
に
沿
っ
て

歩
く
」
で
は
場
所
で
7
と
一
応
考
え
て
お
く
。
「
支
え
」
は
「
歯
周
の
組
織
が
歯
の
支
え
」
（
原
義
）
の
よ
う
に
物
を
安
定
さ
せ
る
主
体
は
物
で

あ
る
が
、
「
妻
が
裕
次
郎
の
支
え
」
（
転
義
）
の
よ
う
に
は
げ
ま
し
助
け
る
意
味
で
は
広
い
対
象
が
主
体
に
な
っ
て
「
人
以
外
」
と
は
か
ぎ
ら
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

4 

動
作
・
作
用
の
客
体
〔
何
々
ス
ル
モ
ノ
・
人
。

ソ
レ

（
ソ
ノ
人
）

ヲ
何
々
ス
ル
〕

つ
ま
み
・
差
入
れ

（H
差
入
れ
品
）
・
手
提
げ
・
下
、
は
き
・
外
出
着
・
雇
い

（

H
一雇一員

動
詞
と
ヲ
格
で
結
び
つ
く
関
係
に
あ
る
対
象
に
音
山
昧
が
移
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
手
提
げ
」
は
、
あ
ま
り
重
く
な
い
物
を
入
れ
、
そ
れ



を
手
に
提
げ
て
持
ち
運
ぶ
、
あ
る
種
の
入
れ
物
で
、
入
れ
物
の
類
別
を
明
示
す
る
に
は
「
手
提
げ
カ
バ
ン
（
か
ご
・
袋
と
な
ど
の
語
が
あ
る
。

5 

動
作
・
作
用
の
手
段
〔
何
々
ス
ル
タ
メ
ノ
モ
ノ
。

ソ
レ
デ
何
々
ス
ル
〕

は
か
り
・
は
た
き
・
カ
ン
切
り
・
ネ
ジ
回
し
・
靴
下
止
め

動
詞
と
、
手
段
を
表
す
デ
格
で
か
か
わ
り
あ
う
も
の
を
連
用
形
名
詞
が
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
カ
ン
切
り
」
は
、
「
ソ
レ
デ

（
ソ
レ

ヲ
使
ッ
テ
）
カ
ン
ヲ
切
リ
、
、
ヵ
ン
詰
メ
ノ
フ
タ
ヲ
ア
ケ
ル
モ
ノ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

6 

動
作
・
作
用
の
向
け
ら
れ
る
目
標
〔
何
々
ス
ル

（
タ
メ
ノ
）

モ
ノ
。

ソ
レ
ニ
何
々
ス
ル
〕

こ
ぼ
し
・
糸
巻
き
・
一
輪
差
し
・
ょ
う
じ
入
れ
・
洋
服
掛
け

関
係
す
る
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
こ
ぼ
し
、

動
詞
の
表
す
動
き
が
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
を
、
連
用
形
名
詞
が
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
動
詞
と
、
目
標
を
表
す
ニ
格
で

一
輪
差
し
、
ょ
う
じ
入
れ
」
の
三
者
は
、
そ
の
も
の
の
中
に
何
か
を
入
れ
る
た
め
の
入

れ
物
と
も
言
え
よ
う
。

7 

動
作
・
作
用
の
行
わ
れ
る
場
所
〔
何
々
ス
ル
ト
コ
ロ
〕

通
り
（
H
道
）
・
果
て

（
地
の
｜
）
・
受
付
（
H
受
け
付
け
る
所
）

2
ロ
に
あ
げ
た
「
く
ぼ
み
L

は
、
「
く
ぼ
ん
だ
部
分
、
所
」
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
こ
に
も
属
す
る
例
で
あ
る
。
現
代
的
な
例

で
は
な
い
が
、
「
渡
し
、
船
着
き
」
は
場
所
で
あ
り
、
「
渡
し
場
、
船
着
き
場
」
と
と
も
に
行
わ
れ
た
語
形
で
あ
っ
た
。

8 

動
作
・
作
用
の
行
わ
れ
る
時
間
〔
何
々
ス
ル
ト
キ
〕

暮
れ
・
日
暮
れ
・
夜
明
け
・
夜
更
け
・
終
り

「
暮
れ
」
に
対
し
て
「
暮
れ
方
」
が
あ
り
、
「
日
暮
れ
」
に
対
し
て
「
日
暮
れ
方
」
が
あ
り
、
文
語
的
な
が
ら
時
間
帯
を
明
示
す
る
類
義
語
で

あ
る
。

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

Jヘ
九



九。

四

人
工
物
を
表
す
連
用
形
名
調
に
つ
い
て

諸
品
詞
の
中
で
、
名
詞
は
数
が
他
の
品
詞
よ
り
は
る
か
に
多
く
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
表
す
意
味
の
範
囲
も
非
常
に
広
い
。
連
用
形
名
調

は
名
調
全
体
か
ら
み
て
、
そ
の
一
部
分
を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
も
の
ご
と
の
名
付
け
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
役
立
ち
、
寄
与

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
、
わ
り
あ
い
や
り
や
す
い
か
と
予
測
さ
れ
る
名
詞
の
一
方
面
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
は
、
目
で
見
た
り
、
手
で
さ
わ
っ
た
り
で
き
る
物
体
の
中
で
、
人
間
の
作
り
だ
し
た
人
工
物
を
指
示
す
る
名
調
の
グ
ル
ー
プ
を
一
つ
の
大

き
な
範
囲
と
し
て
取
り
出
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

点
か
ら
み
て
、
あ
り
は
し
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
語
形
成
様
式
と
し
て
「
（
人
ガ
）

人
工
物
に
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
の
作
ら
れ
る
目
的
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
人
間
生
活
の
上
で
役
立
つ
働
き
・
機
能
で
も
あ
る
。
こ
の

Z
デ
（
Z
ヲ
使
ッ
テ
）

Y
ス
ル
タ
メ
ノ
Z
」
と
い
う
タ
イ
プ

が
考
え
ら
れ
る
。
（
形
式
的
に
は
一
節
に
述
べ
た
A
ま
た
は
B
）
た
と
え
ば
、
三
節
の
5

（
動
作
・
作
用
の
手
段
）
の
例
に
あ
げ
た
「
は
か
り

ソ
レ
デ
（
物
ノ
目
方
ヲ
）
計
ル
タ
メ
ノ
モ
ノ

（
秤
）
」
と
「
は
た
き
」
は
そ
の
例
で
は
な
い
か
。
「
は
か
り
」
は
「
（
人
ガ
）

（
道
具
こ
で
、
漢
字

表
記
は
別
（
計
と
秤
）
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
計
る
」
と
の
つ
な
が
り
の
意
識
は
か
な
り
保
た
れ
て
い
る
と
思
う
。
（
「
台
ば
か
り
、
竿
ば
か
り
、

ソ
レ
デ
（
室
内
ヤ
器
物
ヲ
）

て
ん
び
ん
」
な
ど
は
「
は
か
り
」
を
類
別
す
る
下
位
語
で
あ
る
）
「
は
た
き
」
は
「
（
人
ガ
）

ハ
タ
イ
テ
ホ
コ
リ
ヲ

ト
ル
モ
ノ
」
と
い
う
こ
と
が
名
付
け
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
。

る
が
、
「
芸
の
肥
や
し
」
の
よ
う
な
転
義
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
て
、
原
義
は
「
（
人
ガ
）

右
の
二
語
の
他
に
同
じ
タ
イ
プ
の
語
を
探
し
て
み
る
と
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
「
肥
や
し
」
は
、
現
在
「
肥
料
」
の
方
が
多
く
使
わ
れ

ソ
レ
デ
（
地
味
ヲ
）
肥
ヤ
ス
（
肥
エ
サ
セ
ル
）
タ
メ

ソ
レ
デ
（
何
カ
ヲ
）
飾
ル
タ
メ
ノ
モ
ノ
」
と
理
解
す

ノ
モ
ノ
」
な
の
で
、
こ
こ
に
該
当
す
る
語
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
「
飾
り
」
も
「
（
人
ガ
）

れ
ば
こ
こ
に
該
当
す
る
が
、
「
ソ
レ
ガ
（
何
カ
ヲ
）
飾
ル
」
と
い
う
名
付
け
の
動
機
で
あ
る
と
す
れ
ば
別
と
な
り
、
ゴ
一
節
の
3
ロ
（
動
作
・
作
用

の
主
体
）

の
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



右
の
四
語
の
よ
う
な
他
動
詞
の
名
詞
化
だ
け
に
よ
る
名
付
け
は
、
単
純
過
ぎ
て
あ
ま
り
広
く
命
名
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
他
動
詞
と
そ
の
目
的
語
を
組
み
合
わ
せ
た
「
名
詞
X

（
目
的
語
）
＋
動
調
Y

（
他
動
詞
）
」
（
一
節
の
分
類
で
は
E
に
入
る
）
の
形
式
で

「
（
人
ガ
）

Z
デ
X
ヲ
Y
ス
ル
タ
メ
ノ
Z
」
と
い
う
構
成
の
語
は
よ
り
多
く
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
つ
め
切
り
」
は
「
（
人
ガ
）
ソ
レ
デ
（
手

足
ノ
）
ツ
メ
ヲ
キ
ル
タ
メ
ノ
モ
ノ
（
道
具
）
」
と
い
う
内
容
の
構
成
で
あ
り
、
他
に
道
具
の
種
類
を
明
示
す
る
「
つ
め
切
り
ば
さ
み
」
と
い
う
語

も
あ
る
。
一
二
節
の

5
（
動
作
・
作
用
の
手
段
）

の
「
カ
ン
切
り
・
ネ
ジ
回
し
（
「
ド
ラ
イ
バ
ー
」
と
い
う
外
来
語
が
多
く
使
わ
れ
る
た
め
、
あ
ま

り
使
わ
れ
な
い
語
に
な
っ
た
）
・
靴
下
止
め

（
こ
れ
も
使
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
の
三
語
も
同
様
の
例
で
あ
る
。
こ
の
様
式
の
語
は
、

日

常
的
に
使
わ
れ
る
用
具
に
そ
の
例
が
多
い
。
多
少
類
別
的
に
み
る
と
、
食
器
・
調
理
具
類
（
湯
の
み
・
湯
沸
し
・
茶
こ
し
・
な
べ
つ
か
み
）
文

具
類
（
鉛
筆
削
り
・
イ
ン
キ
消
し
・
黒
板
ふ
き
）
薬
品
・
衛
生
用
品
類
（
血
止
め
・
せ
き
止
め
・
熱
冷
ま
し
・
虫
下
し
・
虫
除
け
・
歯
磨
き
・

白
髪
染
め
）
日
常
品
な
ど
（
目
覚
ま
し
・
耳
か
き
・
手
あ
ぶ
り
・
垢
す
り
）
な
ど
が
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
語
の
中
に
は
、
「
湯
沸
か
し
器
、
鉛
筆

削
り
器
、
咳
止
め
ぐ
す
り
、
歯
磨
き
粉
、
目
覚
ま
し
時
計
」
な
ど
の
よ
う
に
、
道
具
の
種
類
を
明
示
す
る
類
義
語
が
並
存
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
「
歯
磨
き
粉
」
の
「
こ
」
は
、
「
こ
な
」
の
ほ
う
が
独
立
の
名
調
と
し
て
は
よ
り
多
く
使
わ
れ
る
が
、
造
語
成
分
と
し
て
は
「
う
ど
ん
粉
、

そ
ば
粉
・
メ
リ
ケ
ン
粉
・
・
・
」
の
よ
う
に
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
。
「
歯
磨
き
粉
」
は
本
来
の
粉
状
の
も
の
は
す
た
れ
て
、
ク
リ
ー
ム
状
で
チ
ュ

l

ブ
に
入
っ
た
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
が
、
従
来
通
り
の
呼
び
方
も
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
現
実
の
変
化
に
よ
っ
て
実

体
と
呼
び
方
の
聞
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
右
に
み
て
き
た
造
語
様
式
は
、
コ
一
節
で

5
（
動
作
・
作
用
の
手
段
）
と
し
て
あ
げ
た

名
調
化
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
。

右
と
近
い
が
、
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
タ
イ
プ
と
し
て
、
「
（
人
ガ
）

Z
ニ
X
ヲ
Y
ス
ル
タ
メ
ノ
Z
」
と
表
せ
る
も
の
で
、
「
名
刺
入
れ
、
紙

挟
み
、
は
し
置
き
、
ひ
じ
掛
け
、
花
生
け
、
本
立
て
」
の
よ
う
な
語
が
あ
る
。
「
Z
一
こ
の
代
わ
り
に
「
Z
ヲ
使
ッ
テ
」
と
考
え
れ
ば
、
右
の
タ

（注
5

）

イ
プ
と
一
緒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
三
節
の
6

（
動
作
・
作
用
の
目
標
）
に
該
当
す
る
。

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

九



九

次
に
、
人
工
の
も
の
が
連
用
形
名
詞
で
指
示
さ
れ
る
別
の
様
式
と
し
て
、
そ
れ
が
作
ら
れ
る
過
程
（
素
材
と
そ
れ
に
対
す
る
働
き
か
け
）
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
程
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
産
物
を
さ
す
よ
う
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
料
理
関
係
に
多
く
見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、

砂
糖
漬
け
、
ピ
l
ル
漬
け
」
な
ど
は
、
「
香
味
材
料
一
一

日
本
で
は
特
に
種
類
が
豊
富
で
あ
る
漬
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
香
味
材
料
で
特
徴
づ
け
る
「
塩
漬
け
、
味
噌
漬
け
、
粕
漬
け
、
麹
漬
け
、
酢
漬
け
、

（
野
菜
ヤ
魚
介
類
ナ
ド
ヲ
）
漬
ケ
タ
結
果
デ
キ
ル
モ
ノ
（
食
品
）
」
（
一
節
で
の
分
類
で
は

「
名
調
な
ど
＋
動
調
」
の

E
に
入
る
）
と
い
う
内
容
の
構
成
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
「
桜
葉
の
塩
漬
け
、
ご
ぼ
う
の
味
噌
漬
け
、
あ
わ
び
の

粕
漬
け
、
に
し
ん
の
麹
漬
け
、
ま
ま
か
り
酢
漬
け
、
に
が
う
り
の
ピ
l
ル
漬
け
」
の
よ
う
な
連
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
だ
し
、
形
式
的
に
は
同
様
な
「
（
名
調
な
ど
＋
）
漬
け
」
と
い
う
語
構
成
で
も
、
「
梅
漬
け
、
わ
さ
び
漬
け
」
な
ど
前
項
が
漬
物
の
主
な
材

料
を
示
す
名
調
で
あ
る
も
の
、
「
奈
良
漬
け
、
沢
庵
（
漬
け
と
な
ど
関
わ
り
の
あ
る
地
名
や
人
名
で
あ
る
も
の
、
「
浅
漬
け
、
早
漬
け
、

夜
i責

け
、
即
席
漬
け
、
か
り
か
り
漬
け
」
の
よ
う
に
前
項
が
副
調
的
に
「
漬
け
」
に
か
か
る
も
の
、
「
あ
ち
ゃ
ら
漬
け
」
の
よ
う
に
外
来
語
で
あ
る
も

の
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。

「
漬
け
る
」
は
発
酵
作
用
を
利
用
す
る
食
物
調
整
法
を
表
す
語
と
し
て
、

日
本
語
の
基
本
的
な
料
理
動
詞
の
一
つ
で
あ
る
が
、
「
焼
く
、
煮
る
、

揚
げ
る
・
・
・
」
な
ど
の
加
熱
調
理
の
面
で
も
「
漬
け
る
」
の
ば
あ
い
と
や
や
似
た
連
用
形
名
詞
に
よ
る
食
品
の
名
づ
け
が
み
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
「
あ
ゅ
の
塩
焼
き
」
は
、
「
主
ナ
材
料
デ
ア
ル
ア
ユ
ニ
味
付
ケ
ヲ
ス
ル
塩
ヲ
加
工
テ
〈
焼
ク
〉
ト
イ
ウ
加
熱
調
理
ヲ
シ
タ
結
果
デ
キ
ル
モ

一
般
化
す
る
と
「
主
ナ
材
料
ニ
味
ヲ
ト
ト
ノ
エ
ル
材
料
ヲ
加
エ
テ
動
詞
ソ
レ
ゾ
レ
ノ
方
法
ニ
ヨ
ル
加
熱
調
理
ヲ

（
料
理
）
」
を
き
し
て
い
る
。

シ
タ
結
果
デ
キ
ル
モ
ノ

（
料
理
）
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
熱
だ
け
を
用
い
る
「
焼
く
、

い
る
」
に
つ
い
て
は
「
い
の
し
し
の
味
噌
焼
き
、
ぎ
ん

ノな
ん
塩
い
り
」
、
水
分
を
も
用
い
る
「
煮
る
、

ゆ
で
る
、
蒸
す
」
に
つ
い
て
は
「
竹
の
子
の
水
煮
、
あ
わ
び
の
塩
煮
、
枝
豆
の
塩
ゆ
で
、
は
ま
ぐ

り
の
酒
蒸
し
」
、
油
を
用
い
る
「
揚
げ
る
、
い
た
め
る
」
に
つ
い
て
は
「
あ
な
ご
の
オ
リ
ー
ブ
油
揚
げ
、
き
の
こ
の
パ
タ
l
い
た
め
」
の
よ
う
な

（注
6）

例
が
あ
る
。
右
に
見
た
料
理
関
係
の
語
は
す
べ
て
、
三
節
の
2

（
動
作
・
作
用
の
所
産
・
結
果
）
の
イ
（
他
動
性
の
動
詞
か
ら
）
に
該
当
す
る
。

以
上
、
連
用
形
名
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
料
理
関
係
の
語
の
中
で
、
や
や
目
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
「
名
詞
な
ど
＋
動
調
」
（
E
）
の
中
の



（
か
つ
お
の
）

一
一
つ
の
タ
イ
プ
だ
け
に
注
目
し
た
。
料
理
関
係
の
語
の
中
か
ら
広
く
連
用
形
名
詞
を
少
し
拾
う
と
、
「
揚
げ
（
H
揚
げ
物
）
、
（
す
ず
き
の
）
洗
い
、し、

た
た
き
」
（
A
）
、
「
煮
込
み
、
煮
含
め
、
炊
き
合
わ
せ
、
炊
き
込
み
」
（
B
）
、
「
蒸
し
焼
き
、
包
み
焼
き
、
蒸
し
煮
、
揚
げ
煮
、

た
め
煮
、
含
め
煮
」
（
C
）
、
「
煮
焼
き
」
（

D
）
、
「
土
瓶
蒸
し
、

つ
ぼ
焼
き
、
釜
揚
げ
」
（
E

前
項
は
調
理
用
の
容
器
）
な
ど
、
か
な
り
多
く
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

第
四
節
で
の
試
み
は
、
ほ
ん
の
さ
ぐ
り
を
入
れ
る
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
は
じ
め
か
ら
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
連
用
形
名
詞

れ
た
。

が
人
工
物
を
表
す
こ
と
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
日
常
卑
近
の
生
活
臭
の
強
い
方
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
試
み
を
通
し
て
実
感
さ

な
お
、
第
二
節
で
有
縁
性
の
つ
よ
い
語
に
限
定
し
て
考
察
の
対
象
に
す
る
と
述
べ
た
こ
と
は
、
主
要
な
語
例
に
つ
い
て
は
実
践
で
き
た
と
思

う
が
、
中
心
的
で
な
い
語
に
つ
い
て
は
十
分
と
は
い
え
な
い
も
の
も
多
少
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
注
l

（注
3

注
2 

「
摘
み
草
、
突
き
指
、
も
ら
い
湯
」
な
ど
の
よ
う
に
、
「
動
詞
連
用
形
＋
名
詞
」
の
形
式
で
あ
り
な
が
ら
、
前
項
の
動
詞
が
意
味
の
中
心
で
、
連
用
形

名
詞
と
も
呼
び
た
い
複
合
名
詞
も
あ
る
。
（
西
尾
1
9
9
8
）
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
散
発
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

岡
村
正
章
氏
は
、
「
乾
く
こ
と
」
と
い
う
表
現
に
対
比
し
て
、
連
用
形
名
詞
「
乾
き
」
（
「
洗
濯
物
の
乾
き
が
早
い
」
）
は
動
詞
の
語
葉
的
な
意
味
が
表

す
「
行
為
・
動
き
・
作
用
の
さ
ま
」
を
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
性
質
を
も
ち
、
「
乾
き
H
乾
く
こ
と
」
で
は
な
く
、
「
乾
き
リ
乾
く
さ
ま
・
乾
き
方
」

の
方
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
動
詞
の
〔
行
為
・
動
き
・
作
用
の
さ
ま
〕
を
表
す
も
の
を
「
典
型
的
な
連
用
形
名
詞
」
と
捉
え
て

い
る
の
で
、
そ
れ
は
小
論
で
は
こ
の
l
ハ
の
項
に
相
当
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
（
岡
村
1
9
9
5
）

「
が
ぶ
飲
み
、
ぐ
い
飲
み
」
は
「
飲
む
」
と
い
う
行
為
の
様
態
で
あ
る
こ
と
を
語
形
自
体
が
語
っ
て
い
る
が
、
「
酒
飲
み
」
は
人
間
で
あ
り
、
「
湯
飲
み
、

連
用
形
名
詞
の
性
質
に
つ
い
て

九



（注
4

（注
6

注
5 

九
四

吸
い
飲
み
」
は
道
具
で
あ
る
こ
と
を
語
形
は
表
し
て
い
な
い
。
前
者
は
語
の
音
信
咋
の
種
類
に
つ
い
て
明
示
的
な
語
で
あ
り
、
後
者
は
非
明
示
的
な
語

で
あ
る
と
、
小
論
で
は
呼
び
た
い
。
（
山
下
1
9
9
4
）

「
渡
し
」
は
「
渡
し
場
」
の
略
で
あ
る
（
柴
田
・
山
田
2
0
0
2
の
仰
頁
）
と
し
て
も
、
そ
れ
が
（
あ
る
時
期
の
）
社
会
に
通
用
す
る
語
形
で
あ
れ
ば
、

一
つ
の
単
語
と
し
て
の
存
在
を
認
め
る
立
場
を
、
こ
こ
で
は
と
り
た
い
。

（
四
節
の
初
め
か
ら
こ
こ
ま
で
の
全
体
に
関
す
る
注
）
四
節
の
原
稿
が
完
成
し
て
か
ら
、
池
上
1
9
7
8
の
第
五
章
「
意
味
の
変
化
」
の
4
「
意
味
の

近
接
性
に
基
づ
く
場
合
」
の
中
に
、
「
・
・
・
あ
る
も
の
の
よ
く
使
わ
れ
る
用
途
を
表
わ
す
表
現
が
、
そ
の
も
の
自
体
の
表
現
に
転
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「
本
立
テ
」
、
「
紙
パ
サ
ミ
」
、
「
爪
切
リ
」
、
「
筆
入
レ
」
、
「
耳
掻
キ
」
、
「
水
差
シ
」
な
ど
と
言
っ
た
場
合
で
あ
る
。
」
と
い
う

一
節
を
見
つ
け
た
。
六
つ
の
語
例
が
い
ず
れ
も
連
用
形
名
詞
で
あ
り
、
ま
た
筆
者
の
探
し
た
も
の
が
こ
れ
に
か
な
り
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
お
ど
ろ

い
た
。
（
こ
れ
は
、
あ
て
は
ま
る
例
が
あ
ま
り
多
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
0

）
ま
た
、
「
用
途
」
↓
「
そ
の
も
の
自
体
」

と
い
う
、
共
存
関
係
に
あ
る
二
つ
の
事
項
聞
の
近
接
性
に
も
と
ず
く
「
換
聡
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

「
焼
く
、
煮
る
、
揚
げ
る
」
な
ど
の
分
類
に
つ
い
て
は
国
広
1
9
8
2
の
悶
ペ

l
ジ
の
分
析
に
よ
っ
た
。

文
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池
上
嘉
彦
（
1
9
7
8
）
『
意
味
の
世
界
現
代
言
語
学
か
ら
視
る
』
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
訓
）

岡
村
正
章
（
1
9
9
5
）
「
「
典
型
的
な
動
詞
連
用
形
名
調
」
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
国
文
学
論
集
』
お
上
智
大
学
国
文
学
会
）

影
山
太
郎
（
1
9
9
3
）
『
文
法
と
語
形
成
』
（
ひ
つ
じ
書
一
一
日
本
語
研
究
叢
書
第
二
期
第
四
巻
）

国
広
哲
弥
（
1
9
8
2
）
『
意
味
論
の
方
法
」
（
大
修
館
書
店
日
本
語
叢
書
）

柴
田
武
・
山
田
進
編
（
2
0
0
2
）
『
類
語
大
辞
典
』
（
講
談
社
）

西
尾
寅
弥
（
1
9
6
1
）
「
動
詞
連
用
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の
名
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化
に
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す
る
一
考
察
」
（
『
現
代
語
葉
の
研
究
』

M
I
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9
8
8

明
治
書
院

日
切
に
発
表
）

西
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弥
（
1
9
9
8
）
「
「
摘
み
草
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タ
イ
プ
の
複
合
名
詞
に
つ
い
て
」
（
「
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』
）

山
下
喜
代
（
1
9
9
4
）
「
「
湯
飲
み
」
と
「
酒
飲
み
」
は
ど
う
違
う
か
？
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
拘
巻
U
号
学
燈
杜
）

E
r
n
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鈴
木
孝
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』
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